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ドイツ語 を或程度学 習す ると,一 つの 悟柄を 表現 す るのに如何 な用語 や文形 が最 も適 切

で あるか とい うことを考 慮す るよ うに なる。 口常 の会話,対 談,討 論,講 演等話 す場合 ば

か りでな く,独 作K,論 文,報 告,通 信 等夫 々の 目的 に応 じて表現 の形 式 は異 って くる。

然 し共 通 してい る点 は,こ の よ うに表現す れば,相 手 は,又 他 の入 は,ど ん な風 にそれを

受 け とめ るだ ろ うか,更 にそれ に対 して,も しもな され ると した ら,ど ん な言 葉を使 った

返答 が返 って くるだ ろ うか,と い うこ とを無意識 の うち に心 の中で 計算 して い る。 日本語

で あれば殆 ど自動的 に返 答を想定 しなが らす らす らと 麦現で き るが,ド イツ語を 使 う時 に

は,あ れ これ と迷 った り,表 現 の 方法が 分 らなか った りす るのは,そ れ に対 す る相手 の反

応 の表現 が 予測 し難 いか らで もあ る。夫 々の単語 の独 訳 は辞書で 見出せて も,果 して その

場 合 にあては ま る語句 で あるのか,又 は その場 合 は別の 表現 が使 われ るのかが分 らない。

これはn本 語 と ドイツ語が文 法的 に又 語彙 において 非常 に異 るか らとい う理 由だ けで はな

い よ うに思 う、すな わち 日本語 を話す 時 にはあい ず ちが あ るが,ド イツ語に は この よ うな

話 の進 行 方法 のな い ことも理 由の一一つ と して 考 え られ る と思 うn

あいず ちとは何で あ ろ うか。広 辞苑 によれば,「 鍛 屋で互 いに打 ち合 わす鎚。 向鎚,相

の鎚。話 の調子を あわせ る こと。 あい。 あいず ちを打つ,他 人 の話 に 調 子 をあわせ るこ

と」 とあ る。 調子 をあわせ るこ と,と は どうい う表現 であ ろ うか。 はい,い いえ,そ うJ

そ うですか,へ え一,ほ ん と う,と い った簡 単な語 も広い意味 では あいず ち と考 え られ る

が,む しろ聞 き手 と して,受 け入 れ側 と して,何 等か の思想 の 表現 がな され るこ とで あろ

う。 例え ば次の よ うな会Rllで あ る。 「昨rl× ×へ ゆ こうと思 ってね,× ×駅 で降 りた ら雨

が降 り出 したんで す よ」 「まあ,そ れは いけ ませ んで したね,切 角 お出か けに な ったの

に。 で,傘 は お持 ちで したか」 「い え,そ れが持 って なか ったんで す よ,そ こで ね,実 は

ね」 こ う して会話 はキ ャッチボール の よ うに互い に受 けとめあ い,展 開 し合 って つづ いて

ゆ く。 聞 き手が,は い,と か,そ うで すか,等 の一 言だ けで受 け とめて ゆけば話 し手 は不

安 に な り,相 手は興味 がな いのだ ろ うか,不 気嫌 なのだ ろ うか,と 思 いをめ ぐらすで あろ

う。

ドイツ語で この ような会話が 交 わ され た と した らどん な 受 け答 えが な され るで あろ う

か。 闘 き}はja,]lt'lll,wirklich?等 のL..1に 限 って 答えて ゆ くだ ろう。 そ して語 り手 が話

そ うと した ことを一 と区 切 り話 し終 え る まで 静か に耳 を傾 ける。勿論 まな ざ しは相手 の 目

の 中におかれ てい る。 あた りへ 目をそ ら しては い けな い。 そ うで ない と話 し手は それ に気

を と られ た り,共 に同 じ方へ 目をや るので,話 そ うと した こ とが散慢 にな るか らで あ る。

こ う して話 し手 は 自分 が話 そ うと した こ とを 一 貫 して 終 りまで つづ ける ことにな る。 事

実,筆 者 は 日常,家 庭 において これを経験 し実行 せね ばな らない。 日本 流 に うっか りあい

ず ちを うて ば,相Pは ピタ リと話 す のを止 めて,キ ッと した 目で筆者 をみ る。 「私 の話を
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ことわ りもな しに途 中で さえ ぎ るか らには,何 か重大 な こ とを こ こで言 わねば な らない に

ちがい ない,ど ん な こ とだ ろ う」 と思 ってい る よ うな表 情をす る。 時に は 「話 の腰 を打 る

な,終 りまで 聞け。」 と腹 を立て る。 あいず ちを打 たれ る と,そ こで話 し手 は何 を言 お う

と してい たのか,そ の瞬 問混 乱す る ら しい。

ドイツで研究所 にいて,所 長 と対談 をは じめ ると,所 長は黙 って筆 者の話 す ことを聞 き

筆者 の 目を見て い る。筆者 は時 には一貫 した話題 を終 りまで話 すの に疲 れて来 て一 と息入

れ たい こと もあ る。 この 時あいず ちが ほ しくな る。 で も所 長 は静 か に私 を好意 的 に見てい

る。 そ こで考 え させ られ る。 自か らの思想 を表現 す るのに,あ いず ちに よって 息抜 きを さ

せて貰 い なが ら,話 を展開 し終 結 させ る方法 は甘 えの形 では ないだ ろ うか。 あいず ちに馴

れ ると,あ いず ちの無 い会話 に立 ち向 う時,自 か らの思想 を一貫 して終 末 にまで順序良 く

まとめあ げる ことに不 馴れ とな り,何 とな く心細 さを覚 え る。

ドイ ツ語 の教 科書 に と り入 れ られ てい る寓話が あ る。 シュー マ ンと ワー グナーが或 る時

話 しあ った。が,ど うも良 い工合 に話 し合 えない。 あ とで ワー グナー は他 の人 に言 った。

「シューマ ン ときた ら話 し相 手に な らな いよ。 私が一 生懸命 話 してい るのに,彼 は一 と言

も言 わない のだ 。」 これ を聞いて シュー マ ンは 「あの ワーグ ナー ときた らが まん の な らな

い人間だ 。彼 は一 入で しゃべ りつ づけ るので,こ ち らは一言 も話 せ な くな るのだ。」 これ

は単 に ワー グナーが お しゃべ りで ある とい う笑 いだ けで はない。 シ ュー マ ンが どん なに聞

き手 と しての マナーを守 り,羊 の如 く静 か に聞いて いたか とい うことで,如 何 に も ドイ ツ

的な従順 さを誇張 して い る。

ドイツで 自然科 学関 係の研究 所を 訪 ね る。 その実験 室 に 各 国の研究 者が い る ことが あ

る。 ア ラビヤ人,イ ン ド人,エ ジプ ト入,韓 国人,日 本人等 が実験机 を並 べて仕事 を して

い る。各 国人は夫 々一・応 自分 の研 究課題 につ いて,何 を何 の 目的で どん な方法で行 ない,

今 こん な結 果を得 てい る とい うことを説 明す る。 この時 日本 の研究者 の処へ 来 る と,研 究

者はそ の説 明を一貫 して 話せ ない。 ポ ツ リと 切れて しま う。 聞 く方が そ のあ とを導火線 と

な って ひ き出す と又 一 と言,二 た言で 切れ る。 しまいには こち らが推 測 して話 し,研 究者

が,は い,い い え,を 返す ことにな って しま う。 他 の国の人 々の ドイツ語 は完 全 な もので

はないが,一 一貫 した思想 を まとめて終 りまで 言え るのであ る。 聞 き 手の あいず ちを必 要 と

しない。

薄 層 ク ロマ トグ ラムが筆 者 のいた ドイツの研究所 で 用い られ 始 めた頃,そ このT.A.

(テ クニ カル アシ スタン ト,研 究者 の実験 の助手 で ある。 高校 卒業後一,二 年 専門教育 を

受 け国家試験 に及第 した免状 を持 つ職業で,独 立 して生活 がで き る給料 が 出 る。 若 い女 性

が多 くこの職 を選ぶ 。)の 一 人が,そ この研 究者 や他 のT.A.も 集 ま った処で薄 層 クロマ

トグ ラムの説 明を した。 それは よどむ処 な く,切 れ るこ とな く,誠 に上 手 にその総て を ま

とめて,く わ しく話 を展開 した。

ドイ ツで或 工場 を 訪ね る。 要件を話 す と社 長 は女 子工 員にサ ンプル を持 って来 させ た。

ついで に工場 を見学 して行 くよ う筆者 にすす め,そ の女子 工員 に案 内す るよ うに命 じた。

この十七,八 才 の若 い女 子工 員は工場 の入 口で説 明をは じめ た。 それ は立 て板 に水 を流 す

よ うに長 々と総て を話 した。 あ とか ら考 えて みれば 内容的 には説 明の長 さに比較す ると大

して充実 したもので はない。 関係代名 詞,関 係 副詞,従 属接続 詞,並 列接続 詞等 を使 って

話 をい くらで ものば して ゆ く ドイツ語の話法 であ る。 これ らの女性 は特 に話 し方 の訓練 を

受 け た入 達で もなけれ ば高等 な教 育 を受 けた人達で もな い。平凡 な若 い女性 達で あ る。 こ
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の よ うな例 は限 りな くあ る。 従 って大学 の講 義 や,一 般 の講演 に も淀み の ない,長 々 とひ

きのば され たか のよ うに聞え る細 々 と した述 べ方 が要求 され る。 そ の準 備 には誰 しも多 く

の時 間 と努 力を注が ねば な らな い。 くりかえ し くりか え し原稿 を小声で 朗読 してい るのを

よ く見か け る。 とつ とつ と した話 し方 は歓迎 され ない。

家 庭 において子供 は 片1-Tを 覚え 出す頃か ら 両 親を は じめ家族 の会話を 聞いて 育 ってゆ

く。 ラジオ,テ レビに もふ れ る。 幼稚 園や学校へ 上 るよ うになれば先生 や友達 との間 の会

話 に入 りこんで その環 境 は拡 げ られて ゆ く。 日本で は この長年 月の間 にあ いず ちの会話 が

身 について ゆ く。 あいず ちの ない会話 はよ そゆきの会話 で ある。 気 を とり直 し特 別 な注 意

を払 わね ばな らない。 講演,テ ーブル スピー チ,面 接等 あいず ちを期待 で きぬ よそ ゆ きの

場 の為 に練 習をす る。 国際 的な場 にお いて,日 本 人がす ぐれ た思想 を持 ち乍 ら,あ いず ち

が うたれ ないので,思 うま まを言 い きれ ず に損 をす る ことは限 りが ない。但 しここで考 え

させ られ る ことが あ る。 日本 入 は外 国語 が下手で あ る と雷 われ るが,若 しも誰 もが容易 に

ペ ラペ ラと上 手に話せ た らどん な ことにな るだ ろ うか。至 る処 であ いず ちを うって相手 を

怒 らせ るか も分 らない。

今 後あ いず ちは次 第 に放 棄 され てゆ くだ ろ うか。 これ を 日本 の風土 と考 え合 わせ る とむ

しろ疑 問で あ る。 四面 を海 にか こまれ た島国 と して,又 温 帯 に位置す ることか ら条件 ず け

られて,四 季 の移 り変 りが 規則的 であ る。 熱帯 のよ うに年 間を通 じて暑 い こと もな く,日 本

列島 の主 要部 は北欧 の よ うに,春 と秋が夏 と冬 のつ なぎ 目に短 か く存在 して い るので はな

い。 日本 の四季 は規則正 しく三 ケ月毎 に移 り変 って ゆ く。 これ は家庭生 活 において衣食 住

を通 じて最 も身近 かに経験 され る。 季節 の移 り変 りに追 い立て られて年 中を,そ して生 涯

を落 ちつ く暇 もな く送 る。常 夏 の国 にみ られ る南 方ぼ けに な ること もな く,又 一年 の四分

の三 を冬 ご もりのよ うな静寂 と団 らん の生 活 に明 け暮れ るこ ともな い。 日本特 有 の蒸 し暑

い夏 は耐 えが た いぎ りぎ りの線で終 わ りほ っと して生 きかえ る。他方 では,不 完全 な暖房

の ため寒 さに耐 えなが らも死 に直結 して い る恐 ろ しい北 欧 の厳寒 もない。生 か さず殺 さず

の風 土 にむ ちうたれ つつ,骨 身惜 しまず 働 ら く民 族性が培 か われ た。常 に追 い立て られ な

が らよ く働 らき成果 を あげ るには何事 によ らず 要点を掴 み,早 く,要 領 良 く表 現せ ざ るを

得 ない。 これ を急 ぐあ ま り,そ して一貫 した思想 を ま とめ るまでの お ちつ きが得 られ ぬ ま

まに,そ れ を こま切 れ に して,各 小 区分 を まとめて ゆ くので はないか。 よ し,分 った,あ

とは胸 三寸腹 の 中,と い う調子で,で き るだ け言 葉少 な く要点 を伝 えよ うとす る。 そ う し

て会話 の キ ャ ッチボール はで きるだ け多 弁を避 け る。 この傾 向は俳句,短 歌 に最 もよ く表

現 され て い る。 日本 には 西洋風 の長 々 と展開 して,く ど くど しく表現 す る詩 が育 たなか っ

た。而 も俳句 や短歌 は庶民 の ものであ る。新 聞,テ レビ,ラ ジオ,雑 誌,× ×会等 と庶 民

が互 い にふ れ あ うあ らゆ る場 において,誰 で もこれを楽 しみ や喜び のよすが とす る ことが

で き る。 .ヒは皇室 の新 年 の御歌 会や,又 は歌人 の作品発 表か ら,下 は 口傭労 務 者の心 の糧

ともな る。又 この 文化 は過 去の もので はな く,い に しえの ころよ り綿 々と伝 え られて 尚現

在 に生 き,国 民全 体に息ず いて い る。生 きたす ば ら しい文 化 であ る。文 学 にた しなみが な

くと も,誰 もが,老 皆の区 別 な しに手が け る ことがで き るので あ る。 これ に比 べ る と,ド

イツの詩 はそん なわけ にはゆか ない。詩 入とい う専門家 に ゆだ ね られ,庶 民 はその 作晶を

享受 す る。 その表現 の形式 はい くらで も こまか く,縦 か ら横か ら,上 か ら下 か ら,前 か ら

後か らと言 葉を重 ねて ゆ く。 これ を和訳 す る時,そ の表現 の長 々 しさ,し つ こさに うん ざ

りす る。反対 に俳 句や短 歌を独訳 す る時 は言葉 を補 わねば な らない ことが多 い。 そ して切
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角 の味 わ いの深 さが 平面的 な文 章にな り下 って興 ざめて しま う。 これ は 日本画 と油絵 の比

較 に似 てい る。 油絵 は こ って りと色 を ブ ラシで塗 り重ね て,表 現 に苦心 をす る。 その作 品

は永遠 に 「問い」 を は らん でい る。 どこまで も試 みを重 ねて ゆ くことが で きるが,こ の度

は こ こで一 とまず止 めてお くと語 りか けて い るよ うで あ る。 これ に反 して筆法 の ない,幾

度 も一ヒ塗 り して なぞ った 日本 画 は死んで しま うn一 と筆一 と筆 が勝負 で ある。 そ うな ると

その一 と筆 に表現 の最 も要 点 とす るエ ッセ ン スを抽 出,濃 縮 して ゆだ ね るこ とにな る。 と

同時 にそれで打 ち切 りで ある。

文学 を観賞す る時 に もこれ らの くせ は我 々を あやつ る。 ゲー テの 「若 きヴ ェル テルの悲

しみ」 を読む と,ヴ ェル テルが愛す る ロッテ に,遠 く,近 く,愛 を告 げて 自分 の ロッテ と

す る ことがで きない ため に如何 に悩 み,自 分を 自殺 に まで追 いつめて しまうか が,一 冊 の

本 に な って長 々 と,く ど くど と画か れて ゆ く。ゲ ーテ なれば こそ,読 者 を飽 き させず に ひ

きつ けて ゆ くので あろ うと溜 息を もよお しつつ読み 進む。 一方 日本 の文学 を読 む時 よ く聞

か れ るのに 「この よ うな簡潔 な筆 使 い」,「余 計 なつ け加 えをせず に,簡 素 な写実 で あ る」,

「短 か い中 に うま くま とめ られてい る」 等 例を あげれば限 りが ない。 下手 をすれ ば長 々 し

くくどい文 章 にな ると ころを,如 何 に ヒ手 に短 か い表現 に而 も意 を尽 して まとめあげ られ

て い るか とい うことを 賞嘆 し,解 説 され る ことが殆 どで あ るとい って良 い。

ここに述 べて きた あいず ちは話 し相手 に して も らうものであ って,こ れ を他発性 あ いず

ち とすれ ば,今 一 つ 自発 性 あいず ち とで も言 え る ものが あ る。 これ も日常至 る処 で使 われ

て い る。 それは公 けの場,例 えば放送,講 演,講 義,対 談,討 論 の場 において も しき りに

使 われ る。え 一,あ の一,ま 一,ま 一あ の一,こ の一,そ の一,え 一 と,あ のです ね 一,シ ー

(こ れ は歯 と歯 の間か ら空気 を畷 り こむ 音で あ る),言 葉の語 尾を長 くひ くこと(例 えば

私 は ア～ この オー ところで エー こん にち イー皆様 に イー)等 が それ で,言 いは じめ又 は話

の途 中等 ど こへで も自由に入 れて ゆ け る。相手 の世話 に な らないで もよ く,自 作 自在で あ

る。但 し,こ れ らの語が入 ると,話 の腰 を 自か らの手 で折 るよ うな もので,話 は迫 力を失

ない退 屈 にな る。 国会 の討 論 に 「あ の一」 等が 殆 ど入 れ られ ない のは,説 得 力が弱 くな る

か らで あ7)う 。 ドイツ語に は これ らに 類す る他発,自 発 の あいず ちはあ ま り無 い。nicht

water?,ja,gel?(南 ドイツ),nicht?等 使 われ るが,な るべ くつ け ないほ うが良 い と さ

れ る。

西洋,日 本 を問 わず 自か らの思想 を一貫 させ全 体を 姻んで い る とき,又 相 手を 説得せ ね

ば な らな い時,他 発,自 発 の あいず ちは 自然 と影 を ひそ める。何 事 に よ らず,あ いず ちを

入れ る時 は甘 えの心理 が あ るので は ないか。甘 えは 日本 の地現 的条件 や風土 か ら生 れ た宿

命 であ るか も分 らない。外 国 の文 化 や文 明 の導入 に息 つ ぐ暇 もな く,骨 身惜 しまず この二

:F年近 くを過 して来 れば それ は民 族性 ともな
って しま う。 そ して追 いか け る者の心 の底 に

は,コ ンプ レックスが甘 えの根源 と して,心 情 に芽生 え るのでは ないか。

あいず ちは話す 時に使 われ る もので あ り,一 つの思想 を一貫せ ず に,切 れ切 れ に相手 の

反 応 に応 じて 展開 してゆ く。 そ こには伸縮 自在 の融通性 が あるが,一 つの思想 を頭 の中 に

まとめて一貫 して話 す こと に不馴 れ とな る。物 を書 く時 にも無 意識 の中 に考 えが ゆれ動 き

甘 えの心理が働 ら く。 又 文学 を は じめす べて書 かれ た物 を読 む時 に も,そ の観 賞の よ りど

ころが 異 って くる。 ここに 日本語 と ドイツ語の根 本的 な思想 や見解 の くい ちが いが生 じて

来 る。真 に ドイッの文 化 にふ れ,文 学 その他を観 賞す るに は,あ いず ちの甘 えをふ りすて

るこ とがで きな けれ ばな らないの ではな いか,と い う処 に到達す る。
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